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虐待の世代間連鎖

―性別による違いに着目して―

眞田 英毅 ∗

teruki.sanada.s8@dc.tohoku.ac.jp

付記

本報告は 2018年 7月に行われました第 65回東北社会学会大会における発表を修正したものです．発表の際

には有意義なコメントやアドバイスをいただきました．記して感謝申し上げます．ありがとうございました．

記述統計量

従属変数

本研究の従属変数は体罰容認意識である．これは，身体的虐待における暴力が体罰に近いことを踏まえ，こ

の変数を用いた．JGSS-2008では Q62『「親による体罰は、時により必要である」という意見に、あなたは賛

成ですか、反対ですか。』という質問で体罰に関する意識を調査している．この質問への回答を反転し，体罰意

識として「5．賛成」～「1．反対」の 5段階尺度で用いた．表 1は体罰意識の記述統計量である．

表 1　体罰意識の記述統計量（連続）

��
 ��
 �� ���
	� 1.00 5.00 3.98 1.04

�� 1.00 5.00 3.53 1.07

表 1を見る限り，分布が右に偏っているのが見てとれる．このため本研究では，体罰に賛成しているかどう

かのダミー変数として用いた．なお，「どちらともいえない」は反対の方に含まれている．この体罰容認意識

の記述統計量は以下の表 2の通りである．

表 2　体罰容認意識の記述統計量（ダミー変数）

�� % �� %

������
 578 76.46 452 58.70

������� 178 23.54 318 41.30

�� 756 100.00 770 100.00

	 �	
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独立変数（連続）

表 3　連続変数の記述統計量

��) �') 0�) .�1�
(" ��- 6 18 13.15 2.62

!&�+ 1 5 2.66 0.88

15��	!&�+ 1 5 3.25 0.93

�	��- 6 16 10.49 3.38

�	���	��� 1 4 2.76 0.63

��
	��$,�%���� 1 5 3.20 1.30

��*�/ 1 5 3.90 0.97

#�*�� 1 5 3.00 0.98

�" ��- 6 18 12.57 2.19

!&�+ 1 5 2.69 0.83

15��	!&�+ 1 5 3.14 0.89

�	��- 6 16 10.67 3.18

�	���	��� 1 4 2.82 0.58

��
	��$,�%���� 1 5 3.24 1.23

��*�/ 1 5 4.00 0.90

#�*�� 1 5 3.09 0.75

独立変数（カテゴリー）

表 4　カテゴリカル変数の記述統計量

-& % -& %

1918-47/)�� 158 20.90 197 25.58

1948-67/)�� 205 27.12 233 30.26

1968-88/)�� 267 35.32 207 26.88

+%��58���� 197 26.06 111 14.42

+%��58���� 559 73.94 663 86.10

�
��,���� 437 57.80 459 59.61

�
��,����� 319 42.20 311 40.39

���	������7 3� 599 79.23 537 69.74

���	����6�� 157 20.77 233 30.26

4"(.�! 207 27.38 199 25.84

4"(.1�! 551 72.88 575 74.68

0*2��#�	�� 268 35.45 278 36.10

0*2����#�	�� 488 64.55 492 63.90

�� 756 100.00 770 100.00
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分析結果

男性

表 5　体罰容認意識に関する二項ロジスティック回帰分析 (男性)

B S.E. B S.E. B S.E.

1> 2.05 ** 0.69 1.49 0.84 1.28 0.92

1948-67;/���ref 1918-47;/��� -0.32 0.22 -0.35 0.22 -0.27 0.22

1968-88;/���ref 1918-47;/��� -0.46 0.27 -0.38 0.28 -0.20 0.28

��;, -0.02 0.04 -0.03 0.04 -0.02 0.04

-4)9 0.10 0.11 0.09 0.11 0.04 0.11

5+���@A�� 0.68 ** 0.22 0.66 ** 0.22 0.68 ** 0.22

15!%�-4)9 -0.15 0.10 -0.16 0.10 -0.17 0.10

*���;, 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00 0.03

6"��� -0.41 * 0.19 -0.56 ** 0.21 -0.56 ** 0.22

*�������� 0.20 0.14 0.21 0.14

"	���0:
3���� 0.06 0.07 0.06 0.07

'�7�=� -0.11 0.10 -0.11 0.10

� ��� 0.56 * 0.26 0.58 * 0.26

?(.8#$��� 0.69 ** 0.24

.&7�� 0.01 0.10

<2��� -0.12 0.19

AIC

BIC

���3

818.72

892.77

���1 ���2

823.20

864.85

823.31

883.47

女性

表 6　体罰容認意識に関する二項ロジスティック回帰分析 (女性)

B S.E. B S.E. B S.E.

1> 1.14 0.65 1.24 0.83 1.66 0.90

1948-67;/���ref 1918-47;/��� -0.39 0.20 -0.46 * 0.21 -0.43 * 0.21

1968-88;/���ref 1918-47;/��� -0.38 0.23 -0.41 0.23 -0.35 0.24

��;, -0.01 0.04 0.01 0.05 0.01 0.05

-4)9 -0.06 0.09 -0.04 0.10 -0.05 0.10

5+���@A�� 0.22 0.23 0.18 0.23 0.18 0.23

15!%�-4)9 0.02 0.09 0.02 0.09 0.03 0.09

*���;, -0.02 0.03 -0.02 0.03 -0.02 0.03

6"��� -0.10 0.16 -0.04 0.17 -0.05 0.17

*�������� -0.12 0.13 -0.13 0.13

"	���0:
3���� 0.18 ** 0.06 0.19 ** 0.06

'�7�=� -0.17 0.09 -0.16 0.09

� ��� 0.02 0.18 0.01 0.18

?(.8#$��� 0.20 0.18

.&7�� -0.15 0.10

<2��� -0.05 0.16

AIC

BIC

���3

1049.97

1124.321093.57 1107.61

1051.75 1047.21

���1 ���2
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